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ご
紹
介
に
預
か
り
ま
し
た
ポ
ー
ル
・
シ
ャ
ロ
ウ
で
す
。
い
ま
三
木
先
生
が
お
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
城
西
国
際
大
学
で
発
表
を
す
る
の
は
、
二
〇
〇
三
年
以
来
で
す
。

そ
の
と
き
話
し
た
内
容
は
、
二
〇
〇
七
年
に
ハ
ワ
イ
大
学
出
版
局
か
ら
﹁A Poetics 

of Courtly M
ale Friendship in H

eian Japan
﹂
と
い
う
本
に
な
っ
て
出
版
さ
れ
ま

し
た
。
平
安
期
の
男
性
間
の
友
愛
、
友
情
に
つ
い
て
で
す
が
、
和
歌
や
歌
物
語
、
ま

た
は
、
源
氏
物
語
な
ど
を
調
べ
て
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
男
性
同
士
の
友
愛
が
和
文
の

日
本
文
学
に
描
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
、
書
い
た
も
の
で
す
。

　
︵
三
木
先
生
︶
回
覧
し
ま
し
ょ
う
か
？

　

そ
う
で
す
ね
。
お
願
い
し
ま
す
。
よ
か
っ
た
ら
、
ご
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

平
安
期
の
文
学
に
み
る
男
性
間
の
友
情
ま
た
は
友
愛
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
う
ち

に
、
平
安
期
の
漢
文
日
記
も
研
究
し
た
ら
、
面
白
い
発
見
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
日
お
話
す
る
の
は
そ
の
新
し
い
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
す
。
ま
だ
結
論
の
よ
う
な
こ
と
は
申
し
上
げ
ら
れ
な
い
の
で
す
が
、
今
ま
で
の

発
見
を
簡
単
に
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
ジ
ャ
ン
ル

　

藤
原
頼
長
の
﹃
台
記
﹄︵
た
い
き
︶
は
漢
文
で
書
か
れ
た
日
次
記
︵
ひ
な
み
き
︶

で
す
。
ト
ッ
プ
階
級
の
公
家
が
、
宮
中
の
行
事
や
出
来
事
を
漢
文
日
記
に
つ
け
る
風

習
が
あ
り
ま
し
た
。
風
習
と
い
う
よ
り
も
宮
中
の
前
例
を
子
孫
に
伝
達
す
る
大
切
な

義
務
と
考
え
た
ほ
う
が
い
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
漢
文
日
記
の
位
置
づ
け
を

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
ジ
ャ
ン
ル
の
観
点
か
ら
考
え
て
み
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
古
典
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
の
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
日
本
古
典
文
学

に
は
た
と
え
ば
、
詩
歌
集
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
は
、
和
歌
だ

け
の
和
歌
集
や
、
漢
詩
だ
け
の
漢
詩
集
や
、
和
歌
も
漢
詩
も
両
方
入
っ
た
詩
歌
集
も

あ
り
ま
す
。﹁
古
今
和
歌
集
﹂
の
場
合
は
和
歌
ば
か
り
で
す
が
、﹁
懐
風
藻
﹂
な
ど
は

漢
詩
ば
か
り
で
す
し
、﹁
万
葉
集
﹂
や
﹁
和
漢
朗
詠
集
﹂
の
場
合
は
両
方
入
っ
て
い

ま
す
。
和
歌
は
男
女
両
方
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
漢
詩
の
場
合
は
、

ほ
と
ん
ど
男
性
に
よ
る
も
の
ば
か
り
で
す
。
説
話
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
も
、
漢

文
で
書
い
た
説
話
と
和
漢
混
交
文
と
か
和
文
で
書
い
た
説
話
が
あ
り
ま
す
。﹁
発
心

集
﹂
で
し
た
ら
、
三
木
先
生
が
現
代
語
訳
を
お
出
し
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、

私
よ
り
も
ず
っ
と
ご
存
じ
な
の
で
⋮
。

　

こ
れ
は
和
文
と
言
っ
て
い
い
で
す
ね
？　
︵
三
木
先
生
﹁
は
い
。
え
え
。﹂︶

　

こ
う
い
う
説
話
文
学
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
男
性
に
よ
る
文
学
と
い
う
ふ
う
に

普
段
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

古
典
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
が
こ
の
よ
う
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
分
か
れ
て
い
る
の
は
、
日

本
文
学
の
特
徴
か
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
大
和
言
葉
や
漢
語
の
表
記
法
の
歴
史
か
ら

生
ま
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。
歌
物
語
や
作
り
物
語
の
ジ
ャ
ン
ル
を
見
ま
す
と
さ
ら

に
面
白
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
歌
物
語
の
中
に
は
﹁
伊
勢
物
語
﹂﹁
平

［
公
開
講
座  

人
物
で
語
る
日
本
文
化  

講
演
録
１
］
二
〇
一
〇
年
一
ニ
月
四
日
講
演
実
施

藤
原
頼
長
の
漢
文
日
記
「
台
記
」

―
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
ジ
ャ
ン
ル
を
め
ぐ
っ
て
―

ポ
ー
ル
・
シ
ャ
ロ
ウ
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中
物
語
﹂﹁
大
和
物
語
﹂
が
あ
り
ま
す
が
、
た
ぶ
ん
、
こ
れ
ら
は
全
部
男
性
に
よ
っ

て
編
集
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
作
り
物
語
は
、
ほ

と
ん
ど
女
性
に
よ
る
作
品
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
ジ
ャ
ン
ル
別
に
男
女

で
分
か
れ
て
い
る
の
は
面
白
い
現
象
だ
と
思
い
ま
す
。
日
記
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
も
、

ほ
と
ん
ど
和
文
で
、
女
性
に
よ
る
文
学
で
す
。
女
性
の
内
面
性
の
文
学
と
し
て
広
く

読
ま
れ
て
き
ま
し
た
。﹁
蜻
蛉
日
記
﹂、﹁
紫
式
部
日
記
﹂、﹁
和
泉
式
部
日
記
﹂、﹁
更

級
日
記
﹂
な
ど
の
日
記
文
学
作
品
に
つ
い
て
の
研
究
書
が
ア
メ
リ
カ
で
数
多
く
出
て

い
ま
す
が
、
か
な
ら
ず
女
性
の
内
面
性
を
強
調
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

日
記
文
学
は
和
文
、
日
本
語
で
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
面
白
い
こ
と
に
、
日
記
文

学
の
出
発
点
は
女
性
に
よ
る
作
品
で
は
な
く
て
、
紀
貫
之
が
書
い
た
﹁
土
佐
日
記
﹂

で
す
。
そ
の
書
き
出
し
も
有
名
で
す
。﹁
男
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
、
女
も

し
て
み
ん
と
て
す
る
な
り
﹂。
今
ま
で
の
解
釈
と
し
て
は
、
紀
貫
之
が
女
性
を
装
っ

て
﹁
男
が
書
く
日
記
を
、
女
の
私
が
書
い
て
み
よ
う
と
思
う
。﹂
で
す
が
、
去
年
広

く
報
道
さ
れ
た
新
し
い
読
み
方
が
提
議
さ
れ
ま
し
た
。﹁
女
も
し
て
み
ん
と
て
す
る

な
り
﹂
を
、
違
っ
た
区
切
り
方
を
す
る
と
、﹁
女
文
字
で
み
ん
と
て
す
る
な
り
﹂
と

読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
貫
之
の
立
場
が
ち
ょ
っ
と
変
わ
り
ま
す
。﹁
男

も
す
な
る
日
記
と
い
う
も
の
を
女
文
字
で
、
私
、
貫
之
が
書
い
て
み
よ
う
と
思
う
﹂

と
い
う
男
の
立
場
か
ら
の
解
釈
に
な
る
の
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
紀
貫
之
が
自

分
の
心
の
中
に
感
じ
て
い
る
こ
と
、
考
え
て
い
る
こ
と
を
自
分
の
母
語
の
日
本
語
で

書
く
と
い
う
こ
と
を
試
み
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
貫
之
の
よ
う
に
、
男
性
で
あ
っ
て
日
本
語
で
書
こ
う
と
思
っ
た
人
が
そ

の
後
現
れ
た
か
と
い
う
と
、
そ
の
後
は
長
い
間
お
そ
ら
く
現
れ
て
い
な
い
よ
う
で

す
。
で
す
か
ら
、
日
記
文
学
は
そ
れ
以
来
女
性
の
文
学
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
貫
之

の
﹁
土
佐
日
記
﹂
に
み
る
男
性
の
内
面
性
の
文
学
は
一
体
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
質
問
を
も
っ
て
、
私
は
漢
文
日
記
に
た
ど
り
つ
い
た
の
で
す
。

漢
文
日
記
に
は
、
も
し
か
し
た
ら
、
あ
る
程
度
、
男
性
の
心
の
中
の
こ
と
と
や
、
筆

者
の
過
去
を
振
り
返
る
と
い
う
よ
う
な
文
学
的
な
要
素
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
和
文
で
書
か
れ
た
今
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
日
記
文
学
が
女

性
の
内
面
性
に
富
ん
だ
文
学
だ
と
し
た
ら
、
漢
文
日
記
に
も
多
少
で
も
男
性
の
内
面

性
が
あ
っ
て
い
い
は
ず
で
す
。
今
ま
で
の
日
記
文
学
の
あ
り
方
を
考
え
直
し
て
、
和

文
＋
漢
文
の
共
通
し
て
い
る
﹁
内
面
性
﹂
を
中
心
に
考
え
れ
ば
、
新
し
い
可
能
性
が

生
ま
れ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

摂
関
家
の
継
承
問
題

　

次
は
藤
原
頼
長
に
移
り
ま
す
が
、
頼
長
を
考
え
る
際
に
は
、
保
元
の
乱
で
死
ん
だ

人
物
で
す
か
ら
、
そ
の
保
元
の
乱
を
起
こ
し
た
摂
関
継
承
の
対
立
と
天
皇
継
承
の
対

立
が
カ
ギ
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
頼
長
は
摂
関
家
に
生
ま
れ
、
や
は
り
継
承
の
対

立
に
巻
き
込
ま
れ
ま
す
。
と
い
う
か
、
対
立
の
片
方
の
中
心
人
物
を
為
す
わ
け
で
す
。

　

頼
長
の
父
は
藤
原
忠
実
︵
た
だ
ざ
ね
︶
で
、
兄
は
忠
通
︵
た
だ
み
ち
︶
で
す
。
頼

長
と
忠
道
は
異
母
の
兄
弟
で
す
。
し
か
も
歳
は
二
三
歳
も
は
な
れ
て
い
る
か
ら
、
兄

弟
で
あ
り
な
が
ら
も
、
父
子
に
近
い
関
係
だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
二
人

の
対
立
と
平
行
し
て
、
天
皇
継
承
の
対
立
が
こ
の
時
期
に
起
こ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

鳥
羽
天
皇
︵
鳥
羽
院
︶
と
そ
の
親
王
二
人
、
後
の
崇
徳
院
と
後
白
河
天
皇
と
の
対
立

で
す
。
天
皇
の
継
承
対
立
が
、
摂
関
継
承
の
対
立
と
絡
み
合
っ
て
、
悲
劇
の
保
元
の

乱
を
生
み
出
し
た
の
で
す
。
頼
長
を
考
え
る
に
は
、
こ
の
歴
史
的
背
景
を
つ
ね
に
頭

に
入
れ
て
お
く
と
、
い
ろ
い
ろ
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

摂
関
家
の
継
承
図
を
見
る
と
、
摂
関
家
の
最
盛
期
を
実
現
さ
せ
た
藤
原
道
長
の
代
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か
ら
数
え
て
、
忠
通
と
頼
長
は
七
代
目
に
な
り
ま
す
。
摂
関
家
の
歴
史
を
見
る
と
、

継
承
を
争
う
こ
と
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、
道
長

の
息
子
頼
通
︵
よ
り
み
ち
︶
と
教
通
︵
の
り
み
ち
︶
は
、
継
承
を
争
っ
て
、
頼
通
の

没
後
、
教
通
が
関
白
の
座
に
上
が
っ
た
の
で
す
。
四
代
目
は
ま
た
、
頼
通
の
息
子
の

師
実
︵
も
ろ
ざ
ね
︶
と
教
通
の
息
子
の
信
長
︵
の
ぶ
な
が
︶
も
関
白
の
座
を
争
っ
て
、

こ
こ
で
は
、
信
長
が
結
局
失
脚
し
て
、
師
実
の
息
子
、
師
通
︵
も
ろ
み
ち
︶
が
五
代

目
摂
関
に
な
り
ま
し
た
。
師
通
が
若
死
に
す
る
の
で
、
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
忠
実
に

継
承
が
決
ま
る
の
で
す
が
、
今
度
、
忠
実
の
子
供
の
時
代
、
つ
ま
り
こ
こ
で
注
目
の

忠
通
と
頼
長
の
間
で
は
争
い
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
う
し
て
摂
関
家
の
長
い
継

承
争
い
の
歴
史
の
中
に
頼
長
が
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。
前
に
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、

公
家
の
男
子
は
、
あ
る
位
に
上
が
る
と
必
ず
漢
文
日
記
︵
日
次
記
︶
を
つ
け
る
と
い

う
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。
摂
関
家
の
ト
ッ
プ
に
た
つ
も
の
は
全
員
日
次
記
を
つ
け
て

い
る
は
ず
で
す
が
、
中
に
は
な
く
な
っ
た
も
の
や
、
散
逸
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。

完
全
な
状
態
で
伝
わ
っ
て
い
る
の
は
、
道
長
の
﹁
御
堂
関
白
記
﹂、
師
実
の
﹁
京
極

関
白
記
﹂、
師
通
の
﹁
後
二
条
師
通
記
﹂
で
す
。
忠
実
の
﹁
知
足
院
関
白
記
﹂
と
忠

通
の
﹁
玉
林
﹂
は
一
部
し
か
伝
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
頼
長
の
﹁
台
記
﹂
は
、
一
部

を
除
い
て
今
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

頼
長
が
生
ま
れ
た
の
は
保
安
元
年
︵
一
一
二
〇
︶
で
す
。
五
月
生
ま
れ
の
頼
長
は
、

幼
名
が
菖
蒲
若
︵
あ
や
わ
か
︶
で
し
た
。
六
歳
の
時
に
兄
の
忠
通
の
猶
子
︵
ゆ
う

し
︶
と
な
る
の
で
す
が
、
猶
子
と
い
う
の
は
、
養
子
と
は
違
っ
て
、
後
ろ
盾
の
よ
う

な
存
在
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
忠
通
に
は
男
子
が
正
室
と
の
間
に
生
ま

れ
な
く
て
、
頼
長
を
猶
子
に
し
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
一
歳
く

ら
い
で
元
服
し
て
、
一
二
歳
で
権
中
納
言
、
一
五
歳
で
結
婚
し
ま
し
た
。
妻
は
藤
原

実
能
の
娘
、
幸
子
で
し
た
。
そ
の
あ
と
ま
た
二
人
妻
を
取
り
ま
す
が
、
幸
子
と
の
間

に
は
子
供
が
と
う
と
う
生
ま
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
六
歳
の
時
に
権
大
納
言
に
な
っ

て
、
そ
し
て
、
一
七
歳
で
内
大
臣
に
な
っ
た
時
か
ら
﹁
台
記
﹂
を
つ
け
始
め
た
の
で

す
。
二
九
歳
の
時
に
左
大
臣
に
な
り
ま
す
。︵
没
後
も
﹁
左
大
臣
﹂
と
呼
ば
れ
ま
す
。︶

そ
の
翌
年
、
一
一
五
〇
年
に
父
忠
実
の
命
令
で
頼
長
は
氏
長
者
に
な
る
の
で
す
が
、

兄
の
忠
通
に
頼
長
を
関
白
に
す
る
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
忠
通

が
そ
れ
を
否
定
し
た
の
で
、
父
忠
実
が
氏
長
者
の
座
を
忠
通
か
ら
頼
長
に
移
し
た
と

い
う
話
で
す
。
そ
の
六
年
後
の
保
元
元
年
、
一
一
五
六
年
に
頼
長
が
死
去
し
ま
す
。

三
六
年
の
短
い
生
涯
で
し
た
。

　

摂
関
家
継
承
の
対
立
は
な
ぜ
起
こ
っ
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
は
じ
め
は
忠
実
が
忠

通
に
摂
関
家
継
承
と
し
て
考
え
て
い
た
ら
し
い
で
す
が
、
父
か
ら
み
た
ら
、
忠
通
は

あ
ま
り
に
も
白
川
院
や
鳥
羽
院
に
妥
協
す
る
か
ら
、
こ
れ
で
は
摂
関
家
が
ダ
メ
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
だ
ん
だ
ん
頼
長
の
方
に
期
待

が
移
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
頼
長
に
は
、
早
く
か
ら
息
子
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。
兼

長
︵
か
ね
な
が
︶
隆
長
︵
た
か
な
が
︶
師
長
︵
も
ろ
な
が
︶
の
三
人
が
、﹁
台
記
﹂

の
中
で
は
﹁
三
長
﹂
と
書
き
記
し
て
い
る
の
で
す
。
兄
の
忠
通
は
後
か
ら
息
子
が
生

ま
れ
る
の
で
、
頼
長
が
あ
る
意
味
で
は
忠
通
に
対
し
て
有
利
な
立
場
に
あ
る
の
で

す
。

天
皇
家
の
継
承
問
題

　

今
度
は
摂
関
家
か
ら
天
皇
家
の
継
承
問
題
を
歴
史
的
背
景
と
し
て
簡
単
に
紹
介
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
院
政
を
始
め
た
天
皇
と
し
て
有
名
な
の
は
、
白
川
院
で
す
。
白

川
院
の
次
が
堀
川
天
皇
で
、
そ
の
次
が
鳥
羽
天
皇
で
す
が
、
こ
の
鳥
羽
天
皇
の
時
代

か
ら
複
雑
な
継
承
問
題
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
白
川
院
と
鳥
羽
天
皇



4

藤原頼長の漢文日記「台記」―ジェンダーとジャンルをめぐって―

の
中
宮
、
待
賢
門
院
と
の
間
に
生
ま
れ
た
崇
徳
が
天
皇
に
な
り
ま
し
た
が
、
し
ば
ら

く
す
る
と
鳥
羽
院
自
身
に
皇
后
の
美
福
門
院
と
の
間
に
親
王
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。

そ
こ
で
、
鳥
羽
院
は
崇
徳
天
皇
を
座
か
ら
降
ろ
し
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
親
王
を
近

衛
天
皇
に
す
る
の
で
す
。
崇
徳
院
と
し
て
は
そ
れ
が
受
け
止
め
が
た
い
こ
と
な
の

で
、
す
く
な
く
と
も
次
の
天
皇
自
分
の
直
系
に
し
た
い
と
い
う
思
い
が
生
ま
れ
る
ら

し
い
で
す
が
、
そ
の
期
待
を
裏
切
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
近
衛
天
皇
が
病
死
し

て
か
ら
鳥
羽
院
直
系
の
親
王
、
後
白
河
を
天
皇
に
立
て
、
ま
も
な
く
鳥
羽
院
が
崩
御

し
ま
す
。
そ
れ
に
対
す
る
崇
徳
院
の
不
満
が
保
元
の
乱
に
つ
な
が
る
わ
け
で
す
。

﹁
台
記
﹂
の
出
版
史

　

明
治
時
代
に
な
っ
て
平
安
時
代
の
漢
文
日
記
が
初
め
て
活
字
化
さ
れ
始
め
ま
し
た

が
、﹁
台
記
﹂
が
活
字
に
な
っ
た
の
は
、﹁
資
料
大
観
﹂
が
出
版
さ
れ
た
明
治
三
一
年

で
す
。
昭
和
四
〇
年
に
も
﹁
増
補
資
料
大
成
﹂
に
再
版
さ
れ
る
の
で
す
が
、
ど
ち

ら
も
同
じ
内
容
で
す
。
頼
長
は
特
定
の
行
事
や
出
来
事
に
に
つ
い
て
多
く
の
﹁
別

記
﹂
を
残
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、﹁
婚
記
﹂
は
、
養
女
を
近
衛
天
皇
の
后
に
入

内
す
る
記
録
で
す
。
別
記
以
外
に
、﹁
台
記
﹂
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
も
二
巻
あ
り
ま

す
。
さ
ら
に
、﹁
台
記
﹂
の
出
版
史
を
た
ど
る
と
、
昭
和
五
一
年
に
、﹁
資
料
纂
集
第

一
﹂
に
﹁
台
記
﹂
の
保
延
二
年
か
ら
康
治
二
年
ま
で
︵
一
一
三
六
年
か
ら
一
一
四
三

年
ま
で
︶
初
め
の
七
年
間
の
部
分
が
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
﹁
資
料
大
観
本
﹂

に
な
い
﹁
新
出
写
本
﹂
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
保
延
三
年
か
ら
五
年
の
間
の
も
の

が
初
め
て
活
字
化
さ
れ
ま
し
た
。
二
〇
〇
六
年
に
ま
た
新
た
に
﹁
仁
平
三
年
冬
期
﹂、

﹁
台
記
﹂
一
一
五
三
年
の
一
〇
月
一
一
月
一
二
月
の
部
分
が
、
初
め
て
活
字
に
な
っ

て
出
ま
し
た
。
藤
原
頼
長
の
肉
筆
の
原
本
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
活

字
本
は
全
部
写
本
に
よ
る
も
の
で
す
。
写
本
は
鎌
倉
期
か
ら
南
北
朝
期
、
ま
た
は
江

戸
期
、
バ
ラ
バ
ラ
で
す
が
、
平
安
後
期
の
時
代
か
ら
長
い
歳
月
を
経
て
模
写
さ
れ
て

き
た
こ
と
は
事
実
で
す
。
こ
の
よ
う
に
確
実
に
写
本
で
伝
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
何

か
読
む
価
値
や
、
模
写
す
る
価
値
が
あ
る
か
ら
で
す
。
当
時
の
人
に
と
っ
て
、
何
が

面
白
く
て
読
ん
だ
の
か
、
写
し
た
の
か
は
、
つ
か
め
て
い
な
い
部
分
が
多
い
の
で
す

が
、
お
そ
ら
く
内
容
が
豊
富
で
、
政
治
的
な
こ
と
か
ら
個
人
的
な
こ
と
ま
で
漏
れ
な

く
頼
長
が
書
い
た
の
で
、
今
ま
で
伝
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

﹁
台
記
﹂
の
読
み
方

　

明
治
に
な
っ
て
、
活
字
に
な
っ
て
か
ら
の
﹁
台
記
﹂
の
読
み
方
を
分
析
し
ま
す
と
、

主
に
三
つ
の
読
み
方
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
歴
史
資
料
と
し
て
読
む
、
書
誌

学
資
料
と
し
て
読
む
、
そ
し
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
女
性
学
資
料
と
し
て
読
む
と
い

う
三
つ
の
読
み
方
で
す
。
歴
史
資
料
と
し
て
読
む
と
き
に
は
、
今
ま
で
触
れ
た
こ
と

で
す
が
、
摂
関
政
か
ら
院
政
へ
の
転
換
期
や
、
保
元
の
乱
に
い
た
る
ま
で
の
政
治
の

動
き
や
、
摂
関
家
と
天
皇
家
の
人
間
関
係
や
対
立
な
ど
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
も
う

一
つ
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
の
が
、
書
誌
学
研
究
で
す
。
ま
ず
は
、
頼
長
は
読
ん
だ

本
全
部
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
書
名
を
丁
寧
に
記
録
す
る
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か

ら
、
日
記
を
読
む
と
、
ど
の
本
を
読
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
ほ

か
に
書
名
を
書
き
つ
け
る
と
い
う
漢
文
日
記
は
少
な
い
の
で
、
当
時
の
公
家
が
ど
の

本
を
読
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
に
興
味
が
あ
る
人
に
は
、﹁
台
記
﹂
は
非
常
に
価
値
の

あ
る
文
献
で
す
。
書
名
だ
け
で
は
な
く
て
、
内
容
に
つ
い
て
の
感
想
も
記
録
さ
れ
て

い
ま
す
。
疑
問
点
や
反
応
を
詳
し
く
書
い
て
あ
る
の
も
非
常
に
珍
し
い
の
で
、﹁
台

記
﹂
の
面
白
い
面
の
ひ
と
つ
だ
と
思
い
ま
す
。
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和
田
万
吉
の
昭
和
三
年
の
論
文
は
、﹁
台
記
﹂
に
載
っ
て
い
る
全
て
の
漢
籍
の

書
名
を
ま
と
め
た
研
究
論
文
で
す
。
和
田
氏
に
よ
り
ま
す
と
、
頼
長
は
經
家
合
計

三
六
二
巻
を
記
録
し
ま
し
た
。
經
家
と
言
い
ま
す
と
、
儒
教
の
﹁
論
語
﹂
な
ど
の
漢

籍
を
指
し
ま
す
。
も
う
一
つ
の
部
類
に
は
﹁
史
記
﹂
や
﹁
漢
書
﹂
と
い
う
史
家
で
す

が
、
合
計
三
二
六
巻
。
雑
家
は
合
計
三
四
二
巻
、
と
に
か
く
夥
し
い
量
の
漢
籍
の
記

録
で
す
。
和
田
氏
が
、
書
名
の
下
に
頼
長
が
そ
れ
を
読
ん
だ
年
号
を
付
け
加
え
て
い

ま
す
。
何
年
に
ど
の
本
を
読
ん
だ
か
を
辿
っ
て
い
く
と
、
だ
い
た
い
あ
の
頃
の
公
家

が
ど
う
い
う
順
番
で
、
ど
の
本
を
読
ん
で
、
教
育
を
受
け
た
か
と
い
う
こ
と
が
は
っ

き
り
わ
か
る
わ
け
で
す
。﹁
台
記
﹂
以
外
に
こ
う
い
う
ふ
う
に
教
育
の
順
を
探
る
と

い
う
よ
う
な
日
記
が
な
い
ら
し
く
て
、
そ
こ
で
、﹁
台
記
﹂
が
興
味
深
い
漢
文
日
記

だ
と
い
う
評
判
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
柴
田
光
彦
の
﹁
宇
治
文
倉
﹂︵
う
じ
の
ふ
み
く
ら
︶
と
い
う
論
文
を
見
ま

す
と
、
頼
長
が
ど
れ
だ
け
漢
籍
を
大
切
に
取
り
扱
か
っ
て
い
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。

頼
長
の
宇
治
文
倉
の
建
物
の
周
り
に
、
火
災
か
ら
守
る
た
め
に
堀
を
掘
っ
た
り
、
竹

を
植
え
込
ん
だ
り
、
土
壁
を
囲
っ
た
り
し
て
工
夫
を
し
ま
し
た
、
そ
の
工
夫
を
自
慢

す
る
か
の
よ
う
に
﹁
台
記
﹂
に
記
録
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
も
、
大
変
珍
し
い

文
章
な
の
で
、
書
籍
史
の
研
究
の
対
象
に
な
る
の
で
す
。
漢
籍
の
預
か
り
方
や
文
倉

の
構
造
の
記
録
以
外
に
も
、
頼
長
の
読
書
生
活
を
記
録
す
る
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。

い
つ
、
だ
れ
を
招
待
し
て
、
一
緒
に
ど
の
本
を
読
ん
で
、
何
を
話
し
た
か
と
い
う
、

頼
長
の
書
籍
と
の
お
つ
き
あ
い
を
記
録
し
て
い
ま
す
。
内
容
は
、
た
と
え
ば
、
ま
ず

は
、
黙
読
し
て
、
そ
れ
か
ら
声
を
出
し
て
読
み
、
疑
問
が
あ
る
と
こ
ろ
は
ほ
か
の
本

と
照
ら
し
合
わ
せ
、
ま
た
は
、
ほ
か
の
本
を
調
べ
、
そ
の
疑
問
を
晴
ら
す
な
ど
、
頼

長
が
学
問
を
ど
れ
だ
け
大
切
に
し
て
い
た
か
が
う
か
が
え
ま
す
。
漢
文
日
記
に
は

﹁
台
記
﹂
以
外
に
こ
の
よ
う
な
た
い
へ
ん
珍
し
い
素
質
を
持
っ
た
日
記
は
少
な
い
で

し
ょ
う
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
性

　

最
後
の
﹁
台
記
﹂
の
読
み
方
と
い
う
の
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
性
、
女
性
学
の
資
料

と
し
て
の
読
み
方
で
す
。
五
味
文
彦
が
こ
う
い
う
読
み
方
を
始
め
た
と
い
っ
て
も
い

い
か
と
思
い
ま
す
が
、
院
政
期
の
性
と
政
治
の
関
係
、
特
に
頼
長
の
男
色
関
係
の
研

究
が
中
心
と
な
っ
て
い
ま
す
。
五
味
文
彦
著
の
﹁
院
政
期
社
会
の
研
究
﹂
と
﹁
中
世

社
会
資
料
論
﹂
が
大
変
注
目
を
浴
び
た
本
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
受
け
て
、
特
に

ア
メ
リ
カ
で
は
頼
長
の
男
色
関
係
が
い
ま
話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。﹁
台
記
﹂
全
体

か
ら
い
う
と
、
実
は
男
色
に
関
す
る
記
事
は
非
常
に
少
な
い
よ
う
で
す
が
、
男
色
関

係
が
ほ
か
の
日
記
で
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
状
況
か
ら
余
計
に
目
立
つ
と
い
う
わ

け
で
し
ょ
う
。
面
白
い
こ
と
に
男
色
関
係
を
結
ん
だ
相
手
の
表
記
の
仕
方
に
三
つ
の

分
類
が
あ
る
よ
う
で
す
。
一
つ
は
実
名
で
表
記
す
る
方
法
で
す
。
た
と
え
ば
、
佐
伯

貞
利
、
舞
人
公
方
、︵
天
王
寺
の
舞
人
︽
も
う
ど
︾
で
公
方
︽
き
み
か
た
︾
と
い
う

人
は
鳥
羽
天
皇
の
相
手
で
も
あ
り
ま
す
が
、
頼
長
の
男
色
の
相
手
で
も
あ
り
ま
す
︶、

源
義
賢
、
秦
公
春
、
秦
兼
任
、
成
雅
朝
臣
な
ど
み
ん
な
実
名
で
表
記
し
て
い
る
相
手

で
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
の
表
記
法
は
官
職
で
表
記
す
る
方
法
で
す
。
た
と
え

ば
、
権
中
納
言
と
書
い
た
と
き
は
、
藤
原
公
能
を
さ
し
て
、
藤
原
為
通
や
忠
雅
も
や

は
り
官
職
で
さ
し
て
い
る
の
で
す
。
最
後
の
表
記
法
は
、
男
色
の
相
手
の
身
柄
が
分

か
ら
な
い
よ
う
に
、
暗
記
表
記
と
い
う
方
法
で
す
。
ど
う
い
う
区
別
を
し
て
実
名
、

官
職
、
暗
記
で
表
記
し
て
い
る
の
か
は
、
い
ま
だ
に
は
っ
き
り
つ
か
め
て
い
な
い
の

で
す
が
、
五
味
氏
の
説
で
は
、
暗
記
表
記
と
い
う
の
は
藤
原
家
成
一
門
だ
け
と
い
う

ふ
う
に
分
析
し
て
い
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
暗
記
表
記
の
﹁
讃
﹂
と
い
う
字
で
さ
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し
て
い
る
人
物
は
、
藤
原
隆
季
で
す
。
な
ぜ
、﹁
讃
﹂
と
表
記
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、

そ
れ
は
、
讃
岐
守
だ
か
ら
と
、
五
味
氏
が
読
み
解
い
て
い
ま
す
。﹁
讃
丸
﹂
と
い
う

の
は
、
も
う
一
人
の
若
い
讃
岐
守
、
成
親
で
、﹁
美
﹂
と
い
う
の
は
家
明
、
美
濃
守

だ
か
ら
﹁
美
﹂
と
表
記
し
て
い
る
と
解
読
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
な
ぜ
藤
原
家
成
一

門
だ
け
に
暗
記
表
記
を
使
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
家
成
は
鳥
羽
院
の
男
色
の
相
手

な
の
で
、
頼
長
に
は
何
か
政
略
的
な
こ
と
を
考
え
て
藤
原
隆
季
、
成
親
、
家
明
と
男

色
関
係
を
求
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、
家
成
一
門
の
藤
原
隆
季
、
成
親
、
家
明
こ
の
三

人
だ
け
は
ほ
か
の
人
と
は
別
に
配
慮
し
て
暗
記
表
記
を
使
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
五

味
氏
が
解
説
し
て
い
ま
す
。

文
学
と
し
て
読
む
﹁
台
記
﹂

　
﹁
台
記
﹂
の
三
つ
の
読
み
方
︵
歴
史
資
料
、
書
誌
学
資
料
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
性
の

資
料
︶
に
加
え
て
、
も
う
一
つ
私
が
き
ょ
う
提
案
し
た
い
の
は
、﹁
文
学
と
し
て
読

む
﹂
と
い
う
読
み
方
で
す
。
も
ち
ろ
ん
頼
長
は
文
学
作
品
を
書
こ
う
と
思
っ
て
、
日

次
記
を
書
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
心
を
込
め
て
書
い
て
い
る
と
す
れ

ば
、
あ
る
程
度
の
文
学
的
要
素
が
生
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
男
性
の
内
面
性
に
注
目
を
お
き
ま
す
と
、
頼
長
の
感
じ
て
い

る
こ
と
、
考
え
て
い
る
こ
と
の
記
録
は
文
学
的
場
面
に
見
え
て
く
る
は
ず
で
す
。﹁
台

記
﹂
を
文
学
作
品
と
し
て
読
む
動
き
が
常
に
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
最
近
分
か
り
ま

し
た
。
二
〇
〇
五
年
の
田
村
裕
子
の
論
文
︵
お
茶
ノ
水
女
子
大
学
、﹁
人
間
文
化
論

叢
８
﹂︶、﹁
藤
原
頼
長
と
生
母
：﹃
台
記
﹄
に
お
け
る
︿
昔
人
﹀
呼
称
を
め
ぐ
っ
て
﹂

を
読
ん
で
、
文
学
に
近
い
も
の
を
﹁
台
記
﹂
か
ら
見
出
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま

し
た
。
こ
の
論
文
の
中
で
、
頼
長
の
母
へ
の
想
い
を
探
っ
て
い
ま
す
。
頼
長
の
心
の

中
に
は
、
生
母
︵
生
ん
で
く
れ
た
母
︶
と
養
母
︵
育
て
て
く
れ
た
母
︶
と
の
間
に
対

立
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
生
み
の
母
は
頼
長
が
ま
だ
小
さ
い
と
き
に
亡
く

な
っ
て
い
ま
す
が
、
忌
日
に
必
ず
供
養
す
る
の
で
す
。﹁
台
記
﹂
の
中
に
も
、
初
め

か
ら
で
は
な
い
の
で
す
が
、
二
三
歳
ぐ
ら
い
の
時
か
ら
、
あ
る
官
職
に
つ
い
た
時
か

ら
、
生
母
に
対
す
る
供
養
を
書
き
付
け
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、

養
母
と
い
う
の
は
、
自
分
の
父
の
忠
実
の
妻
︵
正
室
︶
で
あ
る
、
源
師
子
で
す
。
し

か
し
﹁
台
記
﹂
の
中
で
は
﹁
母
﹂
と
呼
ん
だ
人
は
、
必
ず
こ
の
養
母
の
師
子
の
ほ
う

で
す
。
な
ぜ
そ
う
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
摂
関
家
継
承
と
い
う
問
題
と
か
か
わ
っ

て
く
る
と
い
う
ふ
う
に
田
村
氏
は
分
析
し
て
い
る
の
で
す
。
頼
長
が
師
子
を
母
と
す

れ
ば
、
自
分
は
正
統
派
で
あ
る
証
拠
に
も
な
り
ま
す
。
師
子
は
兄
の
忠
通
の
実
の
母

で
す
か
ら
、
自
分
と
同
じ
母
だ
っ
た
ら
継
承
し
て
も
お
か
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
師
子
を
い
つ
も
﹁
母
﹂
と
い
う
の
に
対
し
て
、
生
母
を
﹁
昔
人
﹂
と
書

き
記
す
の
で
す
。
す
こ
し
距
離
を
置
い
て
い
る
と
い
う
印
象
も
受
け
ま
す
が
、
田
村

氏
の
解
説
で
は
、
む
し
ろ
未
練
を
あ
ら
わ
し
た
言
葉
遣
い
だ
と
い
い
ま
す
。﹁
昔
の

人
﹂
と
い
う
の
は
、
和
歌
の
世
界
で
は
、
恋
人
、
特
に
亡
く
な
っ
た
恋
人
を
指
す
こ

と
が
多
い
と
い
い
ま
す
。
何
か
未
練
が
残
っ
て
い
る
人
と
い
う
使
い
方
が
多
い
の

で
、
頼
長
も
意
識
し
て
、﹁
昔
人
﹂
と
い
う
言
い
方
で
指
し
て
い
る
ら
し
い
で
す
。

で
す
か
ら
、
生
母
に
対
す
る
思
い
は
確
か
に
あ
る
の
で
す
が
、
実
母
と
し
て
認
め
た

ら
自
分
の
政
治
的
立
場
に
不
都
合
、
と
少
し
複
雑
な
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で

す
。

頼
長
の
夢

　

田
村
氏
の
論
文
の
中
に
ひ
と
つ
夢
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
た
い
へ
ん
興



7

日本研究センター紀要　第６号

味
深
い
夢
だ
と
思
い
ま
し
た
。
久
安
六
年
の
父
の
夢
を
記
録
し
た
場
面
で
す
。
父
、

忠
実
が
見
た
夢
に
頼
長
の
生
み
の
母
が
出
て
き
て
、
頼
長
が
お
な
か
の
中
に
い
る
と

き
に
お
参
り
し
た
お
寺
に
頼
長
に
お
参
り
す
る
よ
う
に
と
い
う
内
容
で
す
。
そ
れ
を

聞
い
た
頼
長
は
た
い
へ
ん
感
動
す
る
の
で
す
。﹁
今
有
此
夢
﹂、
今
こ
の
夢
あ
っ
て
、

﹁
感
応
惟
新
﹂、
こ
ん
な
に
感
動
し
た
こ
と
初
め
て
。﹁
退
憶
往
事
﹂、
薄
れ
て
い
た
記

憶
が
よ
み
が
え
っ
て
、﹁
落
涙
難
抑
矣
﹂、
落
涙
抑
え
難
し
の
み
。
感
動
し
て
涙
を
流

し
た
と
い
い
ま
す
。
二
つ
の
母
の
間
に
挟
ま
れ
て
、
父
の
夢
を
聞
い
て
感
激
し
て
、

涙
を
流
し
た
と
い
う
こ
の
場
面
は
、
私
か
ら
見
た
ら
、
稀
に
見
る
男
性
の
内
面
性
を

う
ま
く
あ
ら
わ
し
た
文
学
的
な
場
面
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ほ
か
の
と
こ
ろ
か
ら
も
感
動
的
な
夢
の
場
面
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
近
臣
の

秦
公
春
︵
は
た
の
き
み
は
る
︶
の
夢
を
こ
こ
で
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
公
春

は
さ
っ
き
い
い
ま
し
た
よ
う
に
頼
長
の
男
色
相
手
の
一
人
で
す
が
、
こ
れ
は
神
田

龍
身
と
い
う
学
者
が　

主
従
愛
だ
と
い
う
ふ
う
に
分
析
し
て
い
ま
す
。
天
養
二
年

︵
一
一
四
五
年
︶
に
公
春
が
発
病
す
る
の
で
す
が
頼
長
は
回
復
を
祈
っ
て
観
音
経
を

何
日
も
続
け
て
詠
む
の
で
す
。
な
ん
と
か
公
春
は
一
命
を
と
め
ま
す
が
、
そ
の
二
年

後
に
ま
た
発
病
し
ま
す
。
今
度
は
頼
長
が
公
春
の
延
命
を
祈
っ
て
、
一
〇
三
日
間
の

精
進
生
活
を
お
く
り
ま
す
。
こ
れ
で
、
ど
れ
だ
け
公
春
の
こ
と
を
大
切
に
思
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
で
も
そ
の
甲
斐
も
な
く
、
と
う
と
う
仁
平
三
年
正

月
一
九
日
に　

公
春
が
他
界
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
後
の
頼
長
の
行
動
を
み
ま
す

と
、
公
春
の
死
を
深
く
悲
し
ん
だ
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
す
。
墓
参
り
も
行
っ
た
り

し
ま
し
た
し
、
遺
族
の
人
に
も
会
っ
た
り
し
て
、
非
常
に
配
慮
を
欠
か
さ
な
い
と
い

う
感
じ
で
す
。
そ
の
一
年
後
に
、
夢
に
公
春
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
頼
長
の
表
現

は
深
い
も
の
で
す
。﹁
夢
中
ニ
公
春
ニ
謁
ス
﹂
夢
の
中
に
公
春
に
謁
見
し
た
と
い
う

文
で
す
。
公
春
が
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
な
表
現
で
す
が
、
こ
こ
で
頼
長
の
心
の
奥

が
現
れ
て
し
ま
う
場
面
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
こ
の
公
春
と
頼
長
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
鎌
倉
時
代
の
﹃
今
物
語
﹄
な
ど
説
話
集
に
も
興
味
深
い
話
が
載
っ
て
い
ま
す
が
、

三
木
先
生
の
注
釈
︵
講
談
社
学
術
文
庫
︶
に
詳
し
い
説
明
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ

に
譲
っ
て
お
き
ま
す
。

　

内
面
性
と
い
え
ば
、
母
へ
の
想
い
や
、
近
臣
と
の
主
従
愛
の
よ
う
な
感
動
的
な
も

の
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
頼
長
は
﹁
台
記
﹂
に
隠
さ
ず
自
分
の
卑
し
い
面
も
十

分
記
録
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
あ
る
意
味
で
は
大
切
な
内
面
性
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
鳥
羽
院
の
皇
后
、
美
福
門
院
と
の
関
係
は
特
に
辛
か
っ
た
よ
う
で
す
。
頼
長

は
美
福
門
院
を
か
な
り
軽
蔑
し
て
い
た
ら
し
い
で
す
。﹁
諸
大
夫
ノ
女
﹂
と
書
い
て
、

身
分
の
低
い
出
身
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
実
は
、
頼
長
自
身
も
母
の
︽
卑
し
き
︾
こ

と
を
嘆
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一
種
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で

す
。
で
す
か
ら
、
美
福
門
院
へ
の
軽
蔑
は
、
心
理
的
に
考
え
ま
す
と
自
分
に
も
自
信

が
な
い
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
面
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
美
福
門
院
は

近
衛
天
皇
の
母
に
あ
た
る
人
で
す
が
、
近
衛
天
皇
が
二
歳
で
即
位
し
て
、
一
六
歳
で
、

若
く
し
て
崩
御
す
る
の
で
す
。
亡
く
な
る
前
の
年
に
、
頼
長
が
政
略
結
婚
と
し
て
養

女
多
子
を
入
内
さ
せ
よ
う
と
図
る
の
で
す
が
、
裏
で
は
、
美
福
門
院
が
働
い
て
い
ま

し
た
。
美
福
門
院
は
呈
子
を
養
女
に
迎
え
る
と
言
う
う
わ
さ
が
頼
長
の
耳
に
入
り
ま

す
。
ど
う
し
て
呈
子
を
養
女
に
迎
え
た
の
だ
ろ
う
と
初
め
は
疑
問
に
思
っ
た
く
ら
い

だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
、
徐
々
に
忠
通
の
養
女
に
な
る
た
め
だ
、
つ
ま
り
自
分

の
養
女
多
子
の
ラ
イ
バ
ル
に
す
る
狙
い
だ
と
分
か
っ
て
、
た
い
へ
ん
複
雑
な
心
境
に

な
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
こ
で
入
内
争
い
が
始
ま
っ
て
、
先
に
、
頼
長
の
養
女
多
子

が
入
内
し
て
、
近
衛
天
皇
の
后
と
し
て
あ
が
り
ま
す
が
、
そ
の
す
ぐ
後
に
忠
通
の
養

女
が
入
内
し
ま
す
。
だ
か
ら
、
美
福
門
院
に
対
し
て
、
頼
長
は
恨
み
を
抱
き
始
め
る

の
で
す
。
入
内
の
数
日
前
に
、
久
安
六
年
正
月
六
日
の
記
事
に
、
夢
の
記
録
が
あ
り
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ま
す
。﹁
今
暁
夢
ヲ
ミ
ル
﹂
今
日
の
暁
、
夢
を
見
て
﹁
女
等
謀
議
シ
テ
﹂、
女
な
ど
が

︵
こ
れ
は
美
福
門
院
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
︶
謀
議
を
し
て
。﹁
入
内
ノ
事
ヲ
妨
ゲ

ル
コ
ト
ヲ
、
之
ニ
困
リ
テ
、
今
日
ヨ
リ
三
个
夜
、
夢
祭
ヲ
行
フ
﹂
入
内
の
邪
魔
を
し

て
い
る
。
困
る
の
で
、
三
日
間
夢
を
占
っ
て
、
何
で
こ
う
い
う
夢
を
見
た
か
、
夢
が

ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
、
知
り
た
い
。
と
い
う
記
録
で
す
。
困
っ
た
こ
と

や
、
心
配
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
頼
長
の
夢
に
出
て
く
る
と
い
う
場
面
を
一
貫
し

て
考
え
た
ら
、﹁
台
記
﹂
に
も
文
学
に
近
い
も
の
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
気
が
し
ま
す
。

ま
と
め　

　

ま
っ
た
く
結
論
と
い
う
結
論
は
出
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
ま
と

め
に
、
平
安
朝
の
日
記
文
学
は
、
女
性
の
心
理
を
表
現
す
る
﹁
女
性
の
内
面
性
﹂
の

文
学
と
し
て
世
界
的
に
有
名
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
少
な
く
と
も
英
語
圏
、
ア
メ
リ

カ
と
か
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
書
か
れ
た
研
究
書
に
は
そ
う
い
う
評
判
が
と
て
も
強
い
と
思

い
ま
す
。
最
近
、
日
本
の
学
者
の
研
究
に
よ
り
、
漢
文
日
記
に
男
性
の
内
面
性
を
見

出
す
読
み
方
も
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
田
村
裕
子
氏
の
研
究
書
も
そ
の
い
い
例

だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
新
し
い
研
究
と
現
代
語
訳
に
よ
っ
て
、
平
安
期
の
日

記
文
学
が
さ
ら
に
世
界
的
に
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
日
本
の
新
し
い

日
記
文
学
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
大
い
に
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 

︵
ぽ
ー
る　

し
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う
・
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際
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際
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科
教
授
︶


